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統一
テ
ーマ 「イ ン タ

ー
ネ ッ ト社会 と 情報 文 化亅

　 　 　 　（2  年 11月 18 日 二於聖 学院大学）

　サ イ バ
ー

ス ペ ー
ス の 文学

電 脳 ・言 語 空 間 に お け る 変 容

聖 学院大 学 人文 学部 　氏家理恵

は じめ に

　新 し い 技術 は新 し い 知 を も た らす 。1980 年 代に 飛躍的 な 発展 を遂 げ た高度 情 報化 社 会

は、大 容量 の 情報交換 ・処 理 を可能 に した に と ど ま らず、多大な 影 響を さま ざまな分野 に

及 ぼ し つ つ あ る 。 もち ろ ん文 学 の 領域 にお いて もそ れ は 例 外で は な く 、 ウィ リア ム
・ギブ

ス ン の 『ニ ュ
ー ロ マ ン サー

』 に 由来す るサ イバ
ー

ス ペ ー
ス は 、私 た ち に薪 し い 魅 惑の 場 を

提供 して くれ る こ と と な っ た 。た と え ば作 品 受 容や文 学研 究 をす る うえ で も 、デ ータベ ー

スや オ ン ラ イ ン 図書館か ら の テ ク ス トの 大量 受信 、ハ イパ ー
テ ク ス トや CD −Rom を活用 し

た作 品鑑賞や解釈 の 提 示、 コ ン ピ ュ
ータ技術 を 駆使 した 文学 作品 の 解析 や データベ ー

ス 化

な ど、既存 の もの とは 異な る 流通体系や 方法論が発 達 し て い る こ とは周知 の 通 りで ある 。

しか しそ れ ばか りで は な い 。あ らゆ る 学 問領域 がパ ラ ダイ ム
・
シ フ トを要求 され る現在 、

文学 あ る い は言 語 そ の も の が、よ り深層 に お い て 変 容 し つ つ あ る と言 え る の で は な い だろ

うか 。 こ こ で は 、サ イ バ
ー

ス ペ ー
ス とい う空 間 を獲 得 し た文 学 をめ ぐる 状 況 に つ い て 述 べ

て み た い 。

言語 の 変容

　 コ ン ピ ュ
ー

タ 技術が も た ら し た新 た な世 界 に よ っ て 、 サイ バ ーパ ン ク とい う、ウィ リア

ム ・ギ ブス ンや フ ィ リ ッ プ ・K ・デ ィ ッ ク とい っ た作 家 に代 表 され る新 たな 小説 の ジ ャ ン

ル が 形 成 さ れ た 。 そ こで は 、 プ ロ グラ ム 言 語や コ ン ピ ュ
ータ隠語 が 飛び 交 う近 未来の 高度

情報社会 を舞台に 、産業 ス パ イ や ア ン ドロ イ ドが登場 し 、 デ ジタル 時代 な らで は の ハ イテ

ク 戦争が 繰 り広 げられ て い る 。 しか し、サ イバ ース ペ ース が 文 学 に 提供 した の は 、テ クノ

ロ ジ
ーの 生み 出 し た新 し い 世 界 と可 能性 と い う、作 品の 題材 や テ

ー
マ に と ど ま ら ない 。

　近 年 の 小説 に は 、 コ ン ピ ュ
ー

タ 画 面 あ る い は プ ロ グ ラ ム 言 語 が そ の ま まテ ク ス トに 挿入

され る こ とが し ば し ばあ る 。 そ れ に対 して 読者 が あま り違 和感 を感 じな い の は 、 それ を挿

し絵 ある い は図版 の よ うに 認 識 して い るか らか も しれ な い 。
「文 字」 を 「読 む 」以 外 に 「絵」
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を 「読 む 」 行 為 は 、読 者 に と っ て は新 し い こ と で は決 し て な い か ら で ある 。 しか し、テ ク

ス トに挿 入 され た コ ン ピ ュ
ータ画 面や プ ロ グ ラ ム 言 語 は 、画像 や 記 号で あ る と同時 に文字

そ し て 言語 で もある 。 そ して 、 それ は もはや 音読が 困難で あ る か 不 可能 とな っ た言語 で あ

る 。文字を音声 に従属 し た 図像 で あ る と す る な らば 、印刷媒体 の 文 学作 品が ある程 度信 頼

を寄 せ て い た 、読め る 作 品、音 声化 で き る 作 品 と い う 概念 は 、科 学言 語 の 侵 略 に よ っ て 打

ち 砕 か れ た の で ある 。そ れ は 、新 たな コ
ー ド形 成 を伴 い 、解読の た め の 新た な 文法 を必 要

とす る 。新 し い メ ディ ア は 新 し い 言語 を 生 み 出 して い る の で ある 。

　ダン テ は俗 語で 『神 曲』 を 書 くこ とに よ っ て 、イ タ リ ア 語 と い う国 語 の 基盤を作 っ た と

言わ れ る e 近 代 日本 に お ける 言文
一

致 体 の 獲得 は 、 新 しい 思 考 の獲 得で も あ っ た 。そ の ひ

そ み に倣 え ば、私 た ちは 今や 高度 情報 化社 会 に お ける 新 し い 言 語 を 獲得 し つ つ あ り、そ し

そ れ は 、 コ ン ピ ュ
ー

タ言 語や 記号 と い う狭 い 範 囲で の 知 識 の 獲 得で は な く、新た な 思 考 の

獲得 の 可 能性 を提示 し て い る と言 え る の で は な い だ ろ うか 。

表現 様式 の 変容

　複数 の ス ト
ー

リ
ー

を語 る作 品、例 え ば 物語 が枝 分か れ し結末 が複数 存在す る小 説 や 、幾

通 り も の 読み を 要求す る作 品 、物 語内 物語が 存在 す る 作 品＝
メ タ フ ィ ク シ ョ ンは、印刷媒

体 と し て の 小 説 にお いて も珍 し く は な くな っ た 。 しか し、近年 の コ ン ピ ュ
ータ ・ゲー

ム を

考 えれ ば 、そ の 質 は と もか く 、物語 か ら物語 へ と 飛 躍す る 選択肢の 量 と時間 的な速 さ にお

い て 、明 ら か に 印刷媒 体 を 圧 倒 し て い る と 言 え る だ ろ う。探 偵フ ァ イ ル シ リーズ に代 表 さ

れ る 、初期の RPG に触発 され て 出て き た ゲーム ブ ッ クの 人気が 一時 的な もの で あ っ た こ

とか ら も わか る よ う に 、こ れ は印刷媒 体の
一

つ の 限界 を 提示 し て い る の か も しれな い 。

　 さ ら に 、サイ バ
ー

ス ペ ー
ス に お い て 作品 は 、文字 以外 に音 声画像 の 直接 入 出力 とい う複

合 メ デ ィ ア を 伴 う こ とが で き る 。そ の 場合 、創作は CG や デジ タル サ ウ ン ドな どを 応用 し

た視聴 覚 に訴 える 表現 活動 とな り、や や もす る と画 面上 の 「文 字 の羅 列 」 を も駆 逐 す る 勢

い と な る 。そ れ は も は や デジ タル 編集 機能 を 駆使 した映 像表現 で あ り、文 章表現 で は な い

と い う批 判 が あ る か も しれ な い 。しか しそ れ は 、活 字 を 必要 と しな い 文学 、中世 に お け る

西 洋 の 吟遊詩 人や 日本 の 琵 琶 法 師の よ う に 音声 で 語 り継 が れ る 口 承 文芸 に 、映像 、そ れ も

挿 し絵 の ような静 止画 よ り も動画 が加 わ っ た文学 形 態 が誕 生 した 瞬 間 と捉 え る こ と も で き

る だ ろ う。

　 こ の よ う に 、サ イバ
ー

ス ペ
ー

ス にお ける文 学 は、音 声 と 動画 を伴 う映像 を使用 した表現

様式 と 、前項 で 述 べ た 、音声化 で き な い 新た な 言 語 を使 用 した 表 現様式 と い う 2 極化 の な
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か を揺れ 動 き な が ら変容 して い くの で ある 。

書 く とい う行 為 （者 ）の 変容

　イ ン タ
ーネ ッ トや マ ル チ メ ディ ア の 整備 に よ り、新 し い コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン環 境が 整 っ

た。 こ れ に よ り、大 容 量 ・リア ル タイム の 情報 交 換が 可能 に な り、情 報 の 取捨選択 とそ の

蓄 積 ・加 工 ；再配 信 と い う、他の メ デ ィ ア と 比 べ て も卓越 し たイ ン タ ラ クテ ィ ブな 手段 が

確 立 し た の で あ る 。そ れ は、デ ジタ ル ブ ッ ク や オ ン ラ イ ン小 説 で の 作 品発 表 と い っ た 流通

手段 の 変 革 に と どま らず 、「作者 亅 「書 く こ と 」 の イ メ
ー ジを も変 容 さ せ て い っ た 。今 や 、

イ ン タ ラクテ ィ ヴ小 説 に 代表 され る 、読 者 の 反応 を加 味 した プ ロ ッ ト変更 や リアル タイ ム

で の 執筆 、複 数 の 作 者、 あ る い は 作者 と読者 に よ る 時空 間 を 超 え た共 同創 作に よ る 作品 は

決 し て 目新 し い もの で は な くな っ て きて い る。

　 ま た 、そ れ まで の 「読 者」 も機会 と手段 と 場 と を与 え られ 、イ ン タ
ー

ネ ッ ト上 で 数限 り

な い 作 品 を発表 す る こ とが で き 、 「作 者」 と し て 「読者」 を 獲得で き る 。
厂書 く行 為 」 は

もはや 、い わ ゆる プ ロ の 作家 だ けの 専売特許で は な い 。つ ま り、文学 作品 は、作者 か ら読

者 へ とい う、送 り手 か ら
一

方 的に発 信 さ れ て 受 け 手 が受容す る だ けの もの で はな くな っ た

の で あ る e イ ン タ ラ ク テ ィ ブで ある と い う こ とは、加 工 、編集 な ど の よ うなテ クス トの 改

変が で き る と い うこ と、 つ ま り読者 に よ っ て 改変 され う る と い う こ と で も ある 。実際 作

家や作 品 に 関す る サ イ トで は、フ ァ ン に よ る 作 品の 感想や 批評 ばか り で な く、作品 の パ ロ

ディ が 数多 く散見 さ れ る 。そ して さ らに 、作家 自身 が 自 ら の 作 品 の な か に 「読者」 の パ ロ

ディ 作品 を挿 入 す る と い っ た メ タ フ ィ ク シ ョ ン さえ 作 られ る よ うにな っ たの で ある 。

　 こ こで は 、テ ク ス トの 大 量 生産 の 可能性 と と もに 、
「作 者」 と 「読者 」 とい う、い わ ゆ

る プ ロ と ア マ チ ュ ア の 境 界線 が次第 に瞹 昧 に な っ て きて い る こ とが指 摘で きる だろ う 。 書

く とい う行 為 をめ ぐる こ の よ うな動 き は 、 権 威 あ る 「作 者 」 と い うイ メ
ージ を崩 し、 「書

く こ と 」 そ し て 「文 学作品」 の 特権的な 立 場 を 揺る が すも の で も あ る の だ。

読書 とい う行為 （者）の 変容

　サ イバ
ー

ス ペ ー
ス の 作品が 、あ る

一定 のサ イ ズ に寸 断 され 、綴 じ られ た 書物の 形 態 を ζ

る必 要 は 、も は や な い 。 コ ン ピ ュ
ー

タ画 面 を ス ク ロ
ー

ル した り、あ る い は リ ン ク先 へ 飛 ん

だ りと 、 読者 に は今 まで の 「本」 とは異 な っ た読 書行 為が 可能 とな り 、 また要 求 され る よ

うに な っ た の で ある e もちろ ん 仮 想書籍 の 形 態 を と っ て い る デジ タル 作品 もあ るが 、 お そ

ら くそ れ は 、書物 と い う形 態 に あ ま りに も慣 れ 親 し ん だ作 者 と読者が 安堵す る か ら で あ ろ
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う 。

　画 面 をス ク ロ ー
ル す る と い う読書行為 が 、書 物以 前 の 形態 で あ っ た巻物 を読 む行為 に相

似 して い る の は 興味 深 い 点 で ある が 、巻物か ら書物 へ と い う形態 の 移 行が 読書 行為の 変 容

を もた らし た とす れ ば 、またそ の 逆も あ り得る だ ろ う 。 ハ イパ ー
テ キス ト化 された テ ク ス

トは、書 物 の よ うな 、最 初 の ペ ー
ジ か ら 最後 の ペ ージ に 向か っ て 1 ペ ージ 1 ペ ージ め く っ

て 読 ん で い くとい う直線 的 な読書行 為を拒 否 し て い る 。い た る と こ ろ に リ ン ク が張 られて

い る オ ン ライ ン 小 説 は重 層的 に読む こ と が 可 能 で あ り、 しか もそ の 飛躍性 はず ばぬ けて い

る 。 また 、 そ こ に前 述 の よ うな イ ンタ ラ ク テ ィ ブな 創作 行為 を伴 うと なれ ば、読 書行為 は、

記憶 共 有 体 験 と して の 読 書 か ら情報 生産 体験 と し て の 読 書 に 変 容 し て い る と言 え る だ ろ

う 。 始ま りか ら終 わ り へ と い う読書の 形 態 か らの 脱却 は 、思 い が けない 変化 を私 たち に も

た ら して い る の か も しれ な い 。

　ま た 、オ ン ラ イ ン 小 説 や イ ン タ ラ クテ ィ ブ小 説 の 存在 は 、メ ディ ア ・リテ ラシ
ー

の 問題

が 絡ん で 、読者の 2 層化 を押 し進 め る か も しれ な い e つ ま り、作 品受容 の 機会 に差異が 生

まれ 、知 の 階層化 が 生 じ る て く る可 能性 が あ る の で あ る 。 パ ソ コ ン な どの 端末 機材 を購 入

す る こ との で き な い 読者 、ワ
ープ ロ や イ ン タ

ー
ネ ッ ト機能 を使 い こ な せ な い 読 者 と、そ う

で な い 読 者 に は 何 らか の 格差 が生 じる は ず で あ る 。そ し て そ れ は 、単 なる 情報 の 量 と質 の

差 だけでは な く 、 読 み とい う行 為 の 変容 に まで 関わ る 問題 と もな る の で は な い だろ うか 。

お わ り に

　サ イ バ ー
ス ペ ー

ス とい う新 しい 場 が複 数 の 表 現 手段、多様な 読 み を 可 能 に し た こ と は 、

これ か らの 文 学 の 可能 性 を考 え る に は評価 さ れ る べ きで あ ろ う。 と同時 に 、文 学が も は や

一
つ の メ デ ィ ア

・ジ ャ ン ル に す ぎな くな っ て い る こ と も示 唆 して い る の だろ う が、しか し

それ は、文 学 と い う概 念 に 付着 して い た あ らゆ る特 権 的な イ メ
ー

ジ か ら文 学を 解放 し た と

も言 え る 。サ イバ ース ペ ー
ス は文 学 に新 た な地 平 を切 り開 い た の で ある 。
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